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き
合
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ん
な
に
そ
れ
を
素
晴
ら
し
い
も
の
に
磨
い
て

も
「
家
庭
の
カ
ガ
ミ
」
に
映
る
子
ど
も
の
姿
だ
け
で
は
、
子

ど
も
を
ま
る
ご
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
枚
の
カ
ガ

ミ
に
映
っ
た
顔
は
、
そ
の
映
っ
て
い
る
角
度
し
か
見
え
な
い

の
で
、
裏
側
を
見
る
た
め
に
は
も
う
一
枚
の
手
鏡
が
必
要
な

よ
う
に
、
子
ど
も
の
姿
を
多
面
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
も

う
一
枚
の
カ
ガ
ミ
が
必
要
と
な
る
。

そ
れ
は
、
保
育
所
・
幼
稚
園
や
学
校
の
教
師
の
目
に
映
っ

た
子
ど
も
の
姿
で
あ
る
。「
学
校
の
カ
ガ
ミ
」
に
映
っ
た
子

ど
も
の
顔
は
、
多
く
の
場
合
、
家
庭
の
カ
ガ
ミ
に
映
っ
た
子

ど
も
の
顔
と
は
違
う
。
子
ど
も
に
は
先
生
向
け
の
顔
、
学
校

向
け
の
顔
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
き
に
「
学
校
の
カ
ガ
ミ
」
も
曇
る
こ
と
が
あ
る
。
教
師

そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
見
方
・
捉
え
方
が
違
う
の
で
、

担
任
が
変
わ
る
と
子
ど
も
の
評
価
が
変
わ
る
よ
う
に
、
子
ど

も
把
握
・
子
ど
も
理
解
は
一
人
の
教
師
の
捉
え
方
で
は
一
面

的
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。「
学
校
の
カ
ガ
ミ
」
を
磨み
が

き
合
う

教
師
集
団
の
努
力
が
な
さ
れ
な
い
と
子
ど
も
の
姿
を
的
確
に

捉
え
ら
れ
な
く
な
る
。

「
家
庭
の
カ
ガ
ミ
」「
学
校
の
カ
ガ
ミ
」
が
ど
ん

な
に
上
手
に
協
力
・
連れ
ん

携け
い

し
あ
っ
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
十
分
と
い
え
な
い
。
子
ど
も
た
ち
の

本
当
の
姿
、
子
ど
も
ら
し
い
素す

の
姿
が
表
現
さ

れ
る
の
は
、
子
ど
も
同
士
の
関
係
の
中
だ
か
ら

で
あ
る
。
親
も
い
な
い
、
教
師
も
い
な
い
、
子

ど
も
だ
け
の
生
活
の
中
で
、
我
が
子
が
ど
う
い

う
行
動
を
と
り
、
ど
う
い
う
人
間
関
係
を
つ
く

っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
姿
を
と
ら
え
る
こ
と
が

特
に
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
子
ど

も
の
仲
間
集
団
・
子
ど
も
社
会
の
中
で
、
も
っ
と
も
そ
の
子

ら
し
い
姿
を
示
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
社
会
は
大
人
に
は
見

え
に
く
い
。
学
校
の
中
に
も
教
師
に
は
見
え
に
く
い
「
裏
社

会
」
と
し
て
子
ど
も
社
会
が
存
在
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
社

会
の
最
も
リ
ア
ル
で
活
発
な
姿
は
、
放
課
後
の
地
域
で
の
仲

間
関
係
の
中
に
現
れ
る
。
だ
か
ら
子
ど
も
の
生
の
姿
、
素
の

姿
を
捉
え
る
た
め
に
は
「
地
域
の
カ
ガ
ミ
」
が
必
要
で
あ
り
、

そ
こ
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
地
域
に
は
「
ガ
キ
大
将
集
団
」
と
い
う
「
地
域
の

カ
ガ
ミ
」
が
存
在
し
て
い
た
。
自
然
発
生
的
な
子
ど
も
集
団

が
、
路
地
裏
や
河
原
や
神
社
の
境け
い

内だ
い

に
そ
の
領
分
を
広
げ
遊

び
の
世
界
を
展
開
し
て
い
た
。
地
域
の
若
者
や
大
人
た
ち
の

生
活
や
生
産
の
共
同
が
濃の
う

密み
つ

に
息
づ
い
て
い
た
時
代
に
は
、

大
人
社
会
と
の
緊
張
関
係
の
中
に
子
ど
も
集
団
・
子
ど
も
社

会
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
映
す
「
地
域
の
カ
ガ
ミ
」

は
子
育
て
の
中
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

子
ど
も
同
士
の
「
い
じ
め
」
に
よ
る
深
刻
な
事
件
が
突
然

発
生
し
て
し
ま
う
の
は
、「
地
域
の
カ
ガ
ミ
」
が
失
わ
れ
、

そ
こ
に
映
る
子
ど
も
の
姿
が
日
常
的
に
見
え
無
く
な
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

変
わ
り
ゆ
く
環
境
の
中
で
、
育
ち
ゆ
く
子
ど
も
を
と
ら
え

る
の
は
難
し
い
。

「
子
ど
も
を
と
ら
え
る
」
と
い
っ
て
も
、
子
ど
も
の
言
動
や

行
為
の
背
景
に
あ
る
複
雑
な
内
面
の
思
い
や
願
い
を
と
ら
え

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。〈
子
ど
も
の
心
の
カ
ギ
は
内
側

か
ら
し
か
開
か
な
い
〉
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
外
側
か
ら

ど
ん
な
に
強
く
、
激
し
く
他
者
の
心
を
こ
じ
開
け
よ
う
と
し

て
も
、
か
え
っ
て
逆
効
果
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
子
ど
も
自

身
が
「
そ
の
気
に
な
る
」「
や
る
気
に
な
る
」
こ
と
を
抜
き
に

し
て
は
、
子
育
て
・
教
育
は
達
成
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
子
ど
も
の
外
面
的

な
姿
や
言
動
・
行
為
を
ま
ず
「
ま
る
ご
と
」
捉と
ら

え
、

そ
の
う
え
で
子
ど
も
の
内
面
世
界
に
近
づ
き
、

子
ど
も
自
身
が
内
側
か
ら
鍵か
ぎ

を
開
け
る
の
を

「
待
つ
こ
と
」
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
。
子
ど

も
を
丸
ご
と
捉
え
、
子
ど
も
の
言
動
の
背
景
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、「
家
庭
の
カ
ガ
ミ
」「
学

校
の
カ
ガ
ミ
」
そ
し
て
「
地
域
の
カ
ガ
ミ
」
が

必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
「
三
つ
の
カ
ガ
ミ
」
の

角
度
を
上
手
に
調
節
し
合
い
、
三
面
鏡
の
よ
う

に
、
奥
行
き
深
く
子
ど
も
の
姿
を
映
し
だ
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
の
カ
ガ
ミ
は
「
家
庭
の
カ
ガ
ミ
」

で
あ
る
。
家
庭
で
親
の
目
に
映
っ
た
子
ど
も
の

姿
で
あ
る
。
し
か
し
親
の
目
と
い
う
カ
ガ
ミ
は
、

時
々
曇く
も

る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
夫
婦
の
不
和
や

子
ど
も
の
捉
え
方
が
ズ
レ
て
い
る
場
合
な
ど
子

ど
も
理
解
は
乱
れ
て
し
ま
う
。
祖
父
母
や
親
族

と
同
居
し
て
い
る
大
家
族
の
場
合
な
ど
は
、
さ

ら
に
子
ど
も
理
解
に
齟そ

齬ご

が
生
じ
や
す
い
。
そ

こ
で
父
母
の
役
割
は
、
子
ど
も
と
一
緒
に
生
活

を
し
て
い
る
家
族
の
思
い
や
願
い
を
理
解
し
合

い
、
我
が
子
を
映
す
「
家
庭
の
カ
ガ
ミ
」
を
磨

挿絵 / 長谷川葉月

こ
こ
ろ
の
カ
ギ
は 

内
側
か
ら
し
か
開
か
な
い

「
家
庭
の
カ
ガ
ミ
」 

「
学
校
の
カ
ガ
ミ
」の
映
し
合
い

「
子
ど
も
の
仲
間
集
団
・ 

子
ど
も
社
会
」へ
の
注
目
を  

　
子
ど
も
を

　 

と
ら
え
る

  

「
三
つ
の

カ
ガ
ミ
」

ま
し
や
ま
・
ひ
と
し

教
育
学
・
社
会
福
祉
学
者
。

１
９
４
８
年
栃
木
県
生
ま

れ
。
日
本
福
祉
大
学
社
会

福
祉
学
部
教
授
、
早
稲
田

大
学
文
学
学
術
院
教
授
を

経
て
、
早
稲
田
大
学
名
誉

教
授
。『
ア
ニ
マ
シ
オ
ン

と
日
本
の
子
育
て
・
教

育
・
文
化
』『
子
育
て
支
援

の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』な

ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

早稲田大学名誉教授

増山 均 
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里
山
の「
竹
藪
」が	

　

子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
た

藤
木　

私
は
昭
和
十
九
年
生
れ
で
す

が
、
七
十
五
歳
に
な
っ
た
今
で
も
子

ど
も
時
代
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
あ
の
頃
、
た
く
さ

ん
の
遊
び
を
通
じ
て
、
人
間
と
し
て

必
要
な
も
の
を
培
い
、
知
恵
を
身
に

付
け
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

増
山　

周
囲
に
竹
藪
は
あ
り
ま
し
た

か
？

藤
木　

あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
し
た
。

私
が
育
っ
た
お
寺
に
も
竹
藪
が
あ
っ

て
、
五
月
に
な
る
と
た
け
の
こ
掘
り

を
し
て
、
お
い
し
く
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。

増
山	

子
ど
も
に
限
ら
ず
、
日
本
人

と
自
然
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、

竹
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。

今
、
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
い

う
小
さ
な
ご
み
が
海
を
汚
染
し
て
い

て
、
そ
れ
を
魚
が
食
べ
て
、
化
学
物

質
が
魚
の
体
内
に
残
留
し
た
り
と
、

そ
う
い
う
こ
と
が
大
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
石
油
化
学
製
品
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
文
化
の
始
ま
り
は
、
一
九
六

〇
年
代
で
す
。
こ
れ
は
、
竹
が
日
常

生
活
で
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
と

セ
ッ
ト
な
ん
で
す
ね
。
日
常
に
あ
っ

た
様
々
な
竹
製
品
が
石
油
化
学
製
品

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
、
こ
れ
が
捨

て
ら
れ
て
海
洋
を
汚
染
し
て
い
く
、

そ
う
い
う
流
れ
が
始
ま
っ
た
の
が
一

九
六
〇
年
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
す
か
ら
、
生
活
に
竹
を
取
り
戻

す
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
と
の
関
わ

り
を
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
い
か
な
と
考
え
て
、『
子
育
て

の
知
恵
は
竹
林
に
あ
っ
た
』（
柏
書
房

刊
、
二
〇
〇
三
年
）
と
い
う
本
も
書
き

ま
し
た
。
こ
の
本
の
テ
ー
マ
は
、
百

年
単
位
ぐ
ら
い
で
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
私
が
書
い
た
本
の
中
で
一

冊
ど
れ
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
私
は
こ

の
本
を
推
奨
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

今
、
里
山
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言

わ
れ
ま
す
で
し
ょ
う
。
里
山
と
い
う

と
、
田
ん
ぼ
が
あ
っ
て
、
川
が
あ
っ

て
、
家
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
山
が

あ
っ
て
、
雑
木
林
が
あ
る
と
い
う
、

聞
き
手
　
藤
木
隆
宣

お
じ
い
さ
ん
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ば
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どろんこ遊びに夢中（福井県越前町　たいら保育園）

さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
応
じ
た
竹
が
な
い
と
、
困
っ
た
わ

け
で
す
。
だ
か
ら
、
す
ぐ
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
植
え
て

い
た
わ
け
で
す
ね
。
孟
宗
竹
の
太
い
も
の
か
ら
、
矢
竹

の
細
い
も
の
ま
で
。
必
ず
里
山
の
風
景
に
は
、
家
の
周

り
や
、
山
の
麓
の
と
こ
ろ
に
竹
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
子
ど
も
の
学
習
に
も
竹
は
必
要
で
し
た
。
さ
ん

す
う
の
計
算
、
そ
し
て
問
い
へ
の
答
。
い
ず
れ
も
た
け

か
ん
む
り
で
す
。
筆
箱
の
筆
も
箱
も
た
け
か
ん
む
り
で

す
。
定
規
な
ん
か
も
昔
は
竹
製
で
し
た
ね
。

藤
木	

伺
っ
て
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
竹
で
成
り
立
っ
て

い
る
わ
け
で
す
ね
。

増
山	

歴
史
を
う
ん
と
遡
り
ま
す
と
、
古
代
の
縄
文
の

遺
跡
の
中
か
ら
竹
細
工
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
ま
す
。
籠

の
関
す
る
技
術
は
、
縄
文
時
代
に
既
に
ピ
ー
ク
で
す
よ
。

今
以
上
に
素
晴
ら
し
い
も
の
が
で
き
て
い
ま
す
か
ら
。

そ
の
文
化
が
ず
っ
と
続
い
て
き
て
、
田
舎
に
は
必
ず
竹

細
工
の
上
手
な
人
が
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
見
よ
う
見

ま
ね
で
ナ
イ
フ
を
使
っ
て
、
竹
を
使
っ
て
遊
び
に
活
か

し
ま
し
た
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。
鳥
籠
を
作
っ
た
り
と
か
ね
。

増
山	

そ
れ
が
ず
っ
と
一
九
六
〇
年
代
、
昭
和
三
〇
年

代
の
中
頃
ま
で
続
い
て
き
て
、
ま
さ
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
品
が
出
て
き
て
か
ら
、
そ
れ
が
途
絶
え
始
め
た
。
そ

こ
が
大
き
な
分
か
れ
道
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。

藤
木	

そ
う
し
ま
す
と
、
竹
の
文
化
で
育
っ
た
子
ど
も

た
ち
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
と
い
う

の
は
、
か
な
り
違
っ
て
き
ま
す
ね
。

増
山	

大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は

あ
ら
ゆ
る
形
に
加
工
で
き
ま
す
し
、
用
途
に
合
わ
せ
て

出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
竹
製
品
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
竹
を
全
部
見
分
け
て
、
取
り
出
す
場
所
を
考
え
て
、

切
り
方
、
割
り
方
、
曲
げ
方
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
考
え

て
作
り
ま
す
。

　

例
え
ば
「
竹
馬
」
が
良
い
例
で
す
。
今
は
そ
れ
こ
そ
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
か
ア
ル
ミ
の
ポ
ー
ル
で
す
か
ら
、
と

て
も
便
利
で
安
全
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
昔
は
子
ど
も

た
ち
が
自
分
で
竹
馬
を
作
っ
た
わ
け
で
す
。
私
な
ど
は

子
ど
も
の
こ
ろ
、
学
校
に
行
く
ま
で
の
間
に
竹
藪
を
通

る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
あ
の
竹
藪
の
あ
の
竹
が

竹
馬
に
ち
ょ
う
ど
い
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
見み

繕つ
く
ろい

な

が
ら
行
く
わ
け
で
す
。
学
校
に
行
く
間
、
た
だ
歩
い
て

い
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
れ
が
い
い
な
と
。
そ
し
て

時
機
が
来
た
ら
さ
っ
と
行
っ
て
切
り
出
す
わ
け
で
す
。

太
さ
、
節
、
丈
を
観
な
が
ら
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
地

域
の
観
察
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
材
料
の
竹

の
選
定
か
ら
始
ま
る
の
で
す
か
ら
、
完
成
ま
で
の
プ
ロ

セ
ス
は
長
い
で
す
よ
。
そ
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
知
恵
が

付
い
た
り
、
技
術
が
身
に
付
い
た
り
し
た
の
で
す
。
そ

の
プ
ロ
セ
ス
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
は
子
ど
も
の
育
ち
に
と
っ
て
大
き
い
と
思

い
ま
す
。

そ
う
い
う
風
景
が
里
山
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

私
は
ち
ょ
っ
と
抜
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
ん
で

す
ね
。
そ
れ
が
竹
藪
で
す
。

藤
木	

そ
れ
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。

増
山	

竹
を
使
わ
な
け
れ
ば
生
活
が
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
竹
は
生
活
に
密
着
し
て
い
ま
し
た
。
日
常
生

活
を
表
す
漢
字
は
た
け
か
ん
む
り
の
字
が
多
い
で
す
ね
。

籠か
ご

で
も
笊ざ
る

で
も
筌う
け

で
も
。

藤
木	

全
て
竹
で
す
ね
。

増
山	

子
ど
も
の
遊
び
道
具
も
竹
で
す
し
、
そ
れ
か
ら

食
事
。「
箸
」
が
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
た
け
か
ん

む
り
で
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。
器
に
も
な
り
ま
し
た
。

増
山	

そ
う
で
す
。
二
カ
所
切
れ
ば
お
椀
で
す
か
ら
、

こ
ん
な
に
便
利
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
材
木
で
は
、

お
椀
に
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
り

ま
す
か
。

　

で
す
か
ら
必
要
な
と
き
に
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
大
小
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ら
え
る
か
と
い
う
の

は
親
た
ち
が
ま
だ
き

ち
ん
と
つ
か
め
な
い

時
代
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

藤
木	

こ
れ
は
大
き

な
問
題
で
す
ね
。
子

ど
も
と
の
間
の
距
離

感
や
バ
ラ
ン
ス
を
ど

う
取
っ
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
は
、
子
育

て
に
欠
か
せ
な
い
テ

ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。

増
山	

実
は
子
ど
も

以
上
に
、
私
は
親
の

問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

子
育
て
を
ど
う
し
て

い
け
ば
よ
い
の
か
、

な
か
な
か
方
向
が
見

え
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

昔
は
親
が
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
な
か
っ

た
で
す
し
、
考
え
る
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今

ま
で
や
て
き
た
よ
う
に
や
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
し
か

で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
む
し
ろ
そ
れ
が
良
か
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
代
の
親
は
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
か
ら
、
悩
ん
で
迷
っ
て
し
ま
う
。
難
し
い
と
こ
ろ

で
す
。

　

今
子
育
て
世
代
の
親

御
さ
ん
と
話
し
ま
す
と
、

一
番
気
に
な
る
キ
ー
ワ

ー
ド
は
安
全
と
健
全
で

す
。
今
は
保
育
園
で
も

散
歩
コ
ー
ス
の
点
検
等

が
す
ご
く
あ
り
ま
す
。

安
全
が
守
ら
れ
て
い
る

の
か
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
絶
大
で
す
。
と
こ

ろ
が
小
学
校
の
中
学
年

か
ら
高
学
年
、
更
に
大

き
く
な
る
と
、
冒
険
と

か
挑
戦
と
い
っ
た
よ
う

に
、
大
人
が
つ
く
っ
た

安
全
地
帯
か
ら
飛
び
出

し
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
が
、
子
ど
も
の
育
ち

に
は
あ
る
わ
け
で
す
。
安
全
地
帯
が
ど
ん
ど
ん
つ
く
ら

れ
て
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
逆
に
冒
険
や
挑
戦
が
し

に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
、
こ
れ
が
現
代
社
会
の
一
つ
の

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
健
全
と
い
う
言
葉
は
、
不
健
全
と
背
中

合
わ
せ
に
な
り
ま
す
。「
こ
れ
は
健
全
で
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
さ
に
指
導
や
管
理
の
対
象
に
な

子
ど
も
が「
失
業
」し
て	

し
ま
っ
た
現
代
社
会

増
山	

一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
に
「
子
ど
も
の
遊
び

と
手
の
労
働
研
究
会
」
と
い
う
会
が
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
学
校
の
先
生
と
か
保
育
園
、
幼
稚
園
の
先
生
た
ち

が
、
ど
う
も
今
子
ど
も
た
ち
が
手
を
う
ま
く
使
え
て
い

な
い
と
。
あ
る
人
は
、
子
ど
も
の
手
が
む
し
歯
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
象
徴
的
な
言
い
方
を
さ
れ
ま
し

た
。
手
が
む
し
歯
で
う
ま
く
使
え
な
い
、
失
わ
れ
た
手

の
労
働
と
い
う
も
の
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

藤
木	

手
先
の
器
用
さ
が
退
化
す
る
こ
と
の
対
策
と
い

っ
た
も
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

増
山	

や
は
り
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
手
を
使
っ
た
遊
び

を
す
る
、
食
べ
る
も
の
を
自
分
た
ち
で
育
て
て
調
理
し

て
食
べ
る
と
い
っ
た
、
生
活
に
一
番
必
要
な
、
生
き
る

こ
と
に
必
要
な
と
こ
ろ
の
手
作
業
な
り
労
働
、
仕
事
と

い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
私
も
家
で
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。
た

だ
、
現
実
に
は
難
し
さ
も
あ
り
ま
す
。
生
活
の
中
が
あ

ま
ね
く
便
利
に
な
っ
て
い
て
、
子
ど
も
が
や
る
と
、
逆

に
大
人
の
わ
れ
わ
れ
が
や
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。

　

お
風
呂
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
今
は
ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ

で
ポ
ン
、
と
。
待
っ
て
い
れ
ば
向
こ
う
が
知
ら
せ
て
く

れ
ま
す
か
ら
。「
あ
と
五
分
で
入
れ
ま
す
」。（
笑
）

　

で
す
か
ら
、
さ
せ
た
く
て
も
仕
事
が
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
あ
る
人
に
言
わ
せ
る
と
、
子
ど
も
は
失

業
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
。

藤
木	

担
え
る
仕
事
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

昔
は
家
の
仕
事
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
こ
れ
を
や
ら
な

い
と
風
呂
に
入
れ
な
い
と
か
、
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た

ね
。

増
山	

そ
う
で
し
ょ
う
。
家
の
中
で
労
働
を
担
っ
て
い

た
わ
け
で
す
か
ら
、
失
業
な
ど
し
よ
う
が
な
い
。
む
し

ろ
児
童
労
働
が
過
酷
だ
っ
た
く
ら
い
で
す
。
今
は
反
対

に
、
子
ど
も
が
家
の
中
で
の
仕
事
・
職
を
失
っ
て
い
る

と
。
こ
の
言
葉
は
的
確
だ
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
を
監
視
す
る
の
で
は
な
く
、	

関
心

4

4

を
持
ち
ま
し
ょ
う

藤
木	

子
ど
も
た
ち
の
い
ま
あ
る
状
況
は
、
つ
ま
り
は

大
人
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

増
山	

そ
う
で
す
ね
。
昔
と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
子

ど
も
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、「
過
保
護
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
子

ど
も
た
ち
を
保
護
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
と
も
背
中
合
わ

せ
で
す
。
時
代
の
変
化
の
中
で
子
ど
も
た
ち
を
ど
う
と
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象
徴
的
な
の
は
、
駄
菓
子
屋
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
よ
う

な
方
で
す
。
あ
の
お
ば
ち
ゃ
ん
は
教
育
者
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
も
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
一
定
の
目
を
光

ら
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。
悪
さ
を
す
る
と
ち
ゃ
ん
と
し

つ
け
て
く
れ
て
、
で
も
大
目
に
見
る
と
こ
ろ
は
大
目
に

見
て
く
れ
る
、
い
わ
ば
素
人
の
ま
な
ざ
し
の
よ
う
な
も

の
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々

の
あ
た
た
か
い
ま
な
ざ
し
の
ほ
う
が
子
ど
も
に
と
っ
て

は
大
切
な
気
が
し
ま
す
ね
。

藤
木	

そ
う
い
う
方
は
昨
今
は
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ

た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ぜ
ひ
ま
た
多
く
な
っ
て
ほ
し
い

で
す
ね
。

増
山	

増
え
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て

も
健
全
を
保
つ
た
め
に
、
監
視
カ
メ
ラ
も
含
め
て
、「
監

視
の
ま
な
ざ
し
」
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
私
は
監
視
の
ま

な
ざ
し
よ
り
も
、「
関
心
の
ま
な
ざ
し
」
に
し
た
ほ
う

が
い
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
決
し
て
子
ど
も
を

見
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す

る
と
こ
ろ
も
あ
り
な
が
ら
、
遠
く
か
ら
し
っ
か
り
見
守

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
に
関
心
を
持
つ
、

そ
う
い
う
ま
な
ざ
し
を
持
つ
大
人
が
地
域
に
増
え
て
ほ

し
い
も
の
で
す
。

お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
の	

「
孫
育
て
」が
も
つ
大
き
な
意
味

増
山	

昔
は
地
域
共
同
体
で
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ

さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
の
周
り
に
も
家
庭
の
中
に
も
い
た

わ
け
で
す
。

　

子
育
て
が
一
回
り
し
た
後
の
ほ
う
が
、
距
離
感
の
取

り
方
が
上
手
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
不
思
議
な
も
の
で

す
ね
。
親
は
わ
が
子
と
い
う
と
、
こ
う
な
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
気
持
ち
が
先
に
立
ち
ま
す
。
子
ど
も
そ
れ
ぞ
れ

の
あ
る
が
ま
ま
を
認
め
て
あ
げ
よ
う
と
言
う
の
で
す
が
、

な
か
な
か
親
は
あ
る
が
ま
ま
を
認
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。

お
の
れ
の
理
想
の
方
が
先
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
。
そ
れ

に
対
し
て
、
お
年
寄
り
も
孫
た
ち
に
願
い
は
あ
る
け
れ

ど
、
親
よ
り
は
ス
ト
レ
ー
ト
じ
ゃ
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と

距
離
を
置
け
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

藤
木	

そ
う
な
ん
で
す
。
一
呼
吸
置
け
る
ん
で
す
よ
ね
。

増
山	

こ
の
ち
ょ
っ
と
距
離
を
置
け
る
こ
と
が
と
て
も

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
子
育
て
世
代
の
周
り
に
、
孫
育

て
が
で
き
る
く
ら
い
の
年
配
の
方
が
い
る
と
い
う
関
係

は
も
っ
と
大
事
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
役
割
は
大
切
な
の
で
す
ね
。

増
山	

あ
る
人
類
学
者
に
言
わ
せ
る
と
、
子
ど
も
の
次

の
世
代
を
育
て
る
、
つ
ま
り
孫
育
て
を
す
る
動
物
と
い

う
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
そ
う
で
す
。
大
概
の
動
物
は

子
ど
も
を
育
て
た
ら
終
わ
り
で
す
。
で
す
か
ら
一
世
代

越
え
て
次
を
見
守
る
、
孫
育
て
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
の
大
き
な
特
徴
な
ん
で
す
ね
。

る
わ
け
で
す
。

　

私
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た

い
た
ず
ら
な
ん
か
は
む
し

ろ
当
た
り
前
で
、
多
少
の

不
健
全
な
部
分
も
、
子
ど

も
が
健
康
に
育
つ
上
で
、

時
に
は
必
要
な
こ
と
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
や
ん
ち
ゃ
な
こ
と
を

し
な
が
ら
育
つ
こ
と
が
自

然
に
あ
っ
た
世
代
は
、
今

で
は
ど
ん
ど
ん
高
齢
化
し

て
少
数
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
そ
の
後
に
安
全
と

健
全
で
育
っ
た
世
代
が
親

に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
も
う
一
回
問

い
直
し
を
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

藤
木	

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』

の
１
４
７
号
で
は
、「
日

本
は
子
ど
も
の
天
国
だ
っ

た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

に
も
触
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

増
山	

歴
史
を
振
り
返
る

と
、
日
本
語
と
し
て
教
育

と
い
う
言
葉
が
こ
れ
だ
け
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

明
治
以
後
の
こ
と
で
、
こ
こ

百
五
十
年
ぐ
ら
い
で
す
。
そ

れ
以
前
は
教
育
よ
り
も
子
育

て
と
い
う
と
い
う
こ
と
で
と

ら
え
て
い
た
時
代
の
ほ
う
が

長
い
わ
け
で
す
。

　

そ
の
時
代
は
子
ど
も
の
育

ち
に
関
わ
る
よ
う
な
専
門
職

は
い
ま
せ
ん
。
せ
い
ぜ
い
寺

子
屋
の
お
師
匠
さ
ん
で
、
あ

と
は
周
囲
の
大
人
が
目
を
光

ら
せ
て
い
ま
し
た
。「
こ
う

い
う
こ
と
は
し
て
は
い
け
な

い
よ
」
と
い
う
幾
つ
か
基
本

原
則
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
そ
れ
以
外
は
見
て
見
ぬ
ふ

り
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
適

度
に
距
離
を
置
い
て
、
子
ど

も
の
育
ち
に
任
せ
て
い
ま
し

た
。
で
も
、
一
方
で
は
し
っ

か
り
目
を
光
ら
せ
て
い
る
。

そ
れ
は
直
接
子
ど
も
と
関
わ

っ
て
、
こ
う
育
て
よ
う
と
い

う
「
教
育
」
と
は
違
い
ま
す
。
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す
で
の
る
き
で
が
方
き
生
く
い
て
え
据
見
を
次

山
増

 

変
大
も
で
上
く
い
て
て
育
に
康
健
を
も
ど
子
て
じ
通
を

木
藤

 山
増

 

わ
い
長
が
間
時
の
後
た
え
終
を
て
育
子
は
間
人

ち
た
親
に
き
と
る
て
育
を
孫
を
験
経
の
て
育
子
の
分
自
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集
募
り
便
お

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

青森県/濱定美様 東京都/碓井弘子様
東京都/瀧口俊子様 静岡県/玉木秀夫様
新潟県/小林美津子様

まだビジネスマンで時間の自由がない私は、
連休中の平成の終わりに大本山総持寺で、
そして令和の始まりに大本山永平寺でそれ
ぞれ瑞世して参りました。総持寺には父が
以前おり定期的に拝顔に伺っていた関係か
ら、落ち着いてなんとか乗り切ることがで
きました。帰りに父の墓参りをしましたが、
父の「脚下照顧」の声とともに、全身に清々
しい風を感じて自然と涙が溢れてきました。
永平寺では「身初心なるを顧みることなか
れ」の言葉を胸に厳粛な気持ちで瑞世に臨
み了じることができました。永「父の恩は
山よりも高し」、この恩に少しでも報い
人々の幸福に貢献できる僧侶となれるよう
日々精進して参りたいと存じます。合掌

曹洞禅グラフ148号(春号)プレゼント、島薗進
先生の共著『愛国と信仰の構造』は次の方々が当
選されました。

読者からのお便り 神奈川県 大道英隆 様

早稲田大学名誉教授増山均先生の著書
サ（』て育子すば伸を」力るき生にせ幸「『

イン入り）を5名の方にプレゼントいた
します。仏教企画(ｐ13の送り先)まで、
お名前・ご住所・電話番号・プレゼント名
を明記のうえハガキでご応募ください。

2019年11月末必着

13

送り先 〒252-0113　神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
 仏教企画　☎042-703-8641
締　切 令和元年11月末 著

名
の
師
禅
元
道
は
回
今

他
「ら
か
中
の』
訓
教
座
典
『

文
で
山
王
育
か
つ
い
（ん
せ

合
り
語
て
い
つ
に
理
道
の
字

と
い
た
び
学
を
法
仏
の
実
真

日
き
若
た
れ
さ
宋
入
し
願
発

出
で
中
船
の
波
寧
が
師
禅
の

　

他た

時じ

後ご

日つ

じ

到う

と

育く

い

王う

お

山ん

ざ

一ち

い

番ん

ば

商
量

文ん

も

字じ

道う

ど

理り

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

榮
秀
橋
高

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
145号～148号（前号）の応募作品の審査発表は、151号（2020年冬・新年号）にて、
149号～152号の応募作品の審査発表は、155号（2021年冬・新年号）にて行います。
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1

私
が
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
連
載
も
今
回
で
９
回
目

で
す
。
現
在
ま
で
に
「
調
身
調

息
調
心
」「
三
毒
﹇
貪
瞋
痴
﹈」

と
い
う
仏
法
の
２
つ
の
教
え
を

参
究
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
各
テ
ー
マ
に
ま
つ
わ
り

日
常
に
も
役
に
立
つ
、
禅
に
学

ん
だ
ワ
ー
ク
を
お
伝
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
か
ら
は
３
つ
め
の
テ
ー

マ
「
智
慧
（
ち
え
）」
を
参
究
い

た
し
ま
す
。

「
智
慧
」
は
、
一
般
的
に
は

「
知
恵
」
と
書
か
れ
る
言
葉
で
す
。

ま
ず
こ
の
違
い
を
参
究
い
た
し

ま
す
。

▼
「
知
恵
」
は
、
物
事
の
道
理

を
識
別
・
判
断
し
、
筋
道
を
立

て
適
切
に
処
理
し
て
い
く
能
力

で
す
。
こ
れ
は
自
身
の
価
値

観
・
住
ん
で
い
る
国
や
地
域
の

社
会
規
範
な
ど
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
知
識
を

高
め
た
り
社
会
の
中
で
経
験
を

積
む
こ
と
で
身
に
つ
い
て
い
く

も
の
で
す
。

▼
「
智
慧
」
は
仏
教
語
で
す
。

物
事
を
本
質
か
ら
の
眼
で
適
宜

に
判
断
し
、
自
他
と
も
が
安
ら

か
さ
に
満
た
さ
れ
る
生
き
方
と

な
っ
て
い
く
能
力
で
す
。
こ
れ

は
価
値
観
や
外
的
環
境
に
左
右

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
知
恵
」
が
身
に
つ
く
と
社
会

の
中
で
生
き
や
す
く
な
り
ま
す
。

「
智
慧
」
が
身
に
つ
く
と
幸
せ

な
人
生
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
「
智
慧
」
を
身
に
つ
け

る
方
法
が
「
三
慧
（
さ
ん
ね
）」

で
す
。
三
つ
の
慧
と
は

▼
聞
慧
（
も
ん
え
）：
仏
法
の
教

え
を
素
直
に
聞
き
受
け
止
め
る

方
法
。
○
思
慧
（
し
え
）：
自
ず

か
ら
興
る
感
覚
や
感
情
、
想
い

や
考
え
を
問
う
方
法
。
○
修
慧

（
し
ゅ
う
え
）：
実
践
を
通
し
て

仏
法
を
身
心
に
浸
透
さ
せ
る
方

法
で
す
。

今
回
は
「
智
慧
」
を
身
に
つ

け
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
感

覚
を
高
め
な
が
ら
リ
ラ
ッ
ク
ス

を
促
す
作
法
を
お
伝
え
い
た
し

ま
す
。

ふじい　りゅうえい

豊橋市一月院副住職。横浜市 
徳雄山 建功寺勤務。北海道大
学水産学部卒業。同大学院中退。
整体師。zafu代表。身心堂 主宰。

「zafuざふ」「安楽坐禅法」開
発者。　禅をベースにしたオリ
ジナルの運動療法、動的瞑想法
を伝える活動を展開。

頭部を呼吸に合わせてなで
る方法です。両手の平で

頭頂部を覆います。息を意識的
にゆっくり吐くのと合わせ、手の
ひらを頭頂部から首の方に優し
く下ろしていきます。ある程度吐
ききったら自然に吸い、下ろした
のと逆方向に手の平を上げ頭頂
部に戻します。吸いきったらまた
吐きながら下ろしていきます。な
でる箇所を顔・顔の横側・後頭
部側と適宜変え、頭部全体をな
でるようにします。

耳を呼吸に合わせてひっぱ
る方法です。左右耳介上

部を、両手の親指人差し指中指
の指先で付け根からつまみます。
息をゆっくり吐くのと合わせ、つ
まんでいる部分を左右外側に優
しくひっぱるようにずらしていき
ます。吐ききり指が耳からはず
れそうになったら自然に吸い指
位置を戻します。それを繰り返し、
ひっぱる箇所をだんだん下げ、
耳介全体をひっぱるようにしま
す。

顎を呼吸に合わせてなぞる
方法です。耳の下にある

左右下顎骨の付け根に、両手の
人差し指中指薬指の指先を裏側
からそっと置きます。息をゆっく
り吐くのと合わせ、両指がくっつ
くまで下顎骨の裏側に沿って指
先を優しくなぞっていきます。吐
ききりましたら自然に吸い指位
置を戻します。全体を通し、触
れている部分の感覚を深く感じ
るようにし、心地よさを重視し
行って下さい。

な
で
る

ひ
っ
ぱ
る

な
ぞ
る

「
三さ

ん

慧ね

」
と
は

123

智 慧 が 身 に つ く 禅 の 作 法

感 じ る こ と で 調 う

藤
井
隆
英
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弔
い
と
は
人
の
死
を
悲
し
み
慎
む
こ
と
で
、
葬
送
と

か
葬
式
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
の
こ
と
で
す
。

弔
い
（
葬
式
）
の
起
源
は
大
変
古
く
、
約
七
万
年
前
に

イ
ラ
ク
の
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
の
洞
窟
内
に
置
か
れ
た
遺
体

に
は
数
種
の
花
が
供
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
こ
れ

が
最
古
の
葬
式
の
証
拠
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
人
類

の
文
化
の
起
源
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
人
間
は
他
の
動
物
と
違
っ
て
、
死
者
を
大
切

に
し
、
死
と
い
う
事
実
を
社
会
的
に
重
視
し
、
弔
い
を

営
む
こ
と
で
そ
の
悲
し
み
、
苦
し
み
を
乗
り
越
え
よ
う

と
し
ま
し
た
。
こ
の
意
味
で
弔
い
（
葬
式
）
は
人
間
特
有

の
も
の
で
、
宗
教
の
起
源
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

人
間
は
生
ま
れ
た
ら
成
長
し
、
活
動
し
、
老
化
し
、

そ
し
て
例
外
な
く
死
に
ま
す
。
人
類
史
上
い
ま
だ
か
つ

て
死
な
な
か
っ
た
者
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。

生
ま
れ
た
者
の
結
末
が
死
で
す
。

仏
教
で
は
こ
れ
を
「
生
老
病
死
」
と
言
い
ま
す
。

人
間
は
死
者
を
と
て
も
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

死
者
は
死
後
に
は
霊
と
か
魂
と
呼
ば
れ
る
存
在
と
な

り
、
仏
教
な
ら
仏
国
土
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
天
国
で
永

く
存
在
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。

毎
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
記
念
日
に
は
、
天
皇
皇
后

両
陛
下
が
日
本
武
道
館
の
慰
霊
式
に
臨
ま
れ
、「
全
国

戦
没
者
之
霊
」
に
弔
意
を
捧
げ
ら
れ
る
の
は
、
七
十
年

以
上
経
っ
て
も
、
お
国
の
た
め
に
死
し
た
人
た
ち
の
霊

を
尊
と
ば
れ
る
か
ら
で
す
。

死
者
を
大
事
に
し
、
そ
の
霊
を
尊
崇
し
厚
く
弔
う
こ

と
は
、
次
世
代
を
担
う
若
者
た
ち
へ
の
重
要
な
文
化
の

伝
達
で
も
あ
る
の
で
す
。

霊
や
魂
と
い
う
文
字
が
難
し
い
と
言
う
な
ら
、
死
者

の
「
い
の
ち
＝
人
格
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で

し
ょ
う
。
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
国
や
社
会
に
大
き
な

力
を
奮
っ
た
人
間
は
死
後
に
盛
大
に
弔
わ
れ
ま
し
た
。

エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
わ
が
国
の
仁
徳
天
皇
陵

な
ど
そ
の
例
で
す
。
健
全
な
国
や
社
会
を
保
ち
ゆ
く
た

め
に
は
、
し
っ
か
り
し
た
弔
い
（
葬
儀
）
が
欠
か
せ
な
い

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

秋彼岸によせて──弔いと人間
駒澤大学名誉教授

文学博士 佐々木宏幹
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挿
絵  

長
谷
川
葉
月

で
す
。
こ
の
あ
り

よ
う
を
曹
洞
宗
の

道
元
禅
師
は
『
典

座
教
訓
』
の
中
で
、

食
事
を
つ
く
る
も

の
が
忘
れ
て
は
い

け
な
い
三
つ
の
心

で
説
か
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
も
て
な

す
と
い
う
行
為
に

も
通
じ
て
い
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
喜き

心し
ん

」　

つ
く

る
喜
び
、
も
て
な

す
喜
び
、
そ
し
て

仏
道
修
行
の
喜
び

を
忘
れ
な
い
こ
こ

ろ「
老ろ

う

心し
ん

」　

相
手

の
立
場
を
想
い
、

懇
切
丁
寧
に
作
る

老
婆
心
、
親
切
の

こ
こ
ろ

「
大だ

い

心し
ん

」　

と
ら

わ
れ
や
、
か
た
よ

り
の
心
を
す
て
、

深
く
大
き
な
態
度

で
作
る
こ
こ
ろ

食
事
は
、
欲
を
満

た
す
た
め
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
い

の
ち
と
、
い
の
ち
を

つ
な
ぐ
繋
が
り
が
あ

り
、
そ
こ
に
私
た
ち

が
存
在
し
て
い
る
の

で
す
。
宗
教
や
文
化
、

習
慣
が
異
な
る
に
し

て
も
、
い
の
ち
を
な

い
が
し
ろ
に
し
な
い

生
き
方
、
食
事
の
と

り
か
た
な
ど
、
お
互

い
の
関
係
や
文
化
に
、

よ
い
影
響
が
与
え
ら

れ
る
「
お
も
て
な

し
」
を
、
日
本
人
と

し
て
行
な
っ
て
い
き

た
い
も
の
で
す
ね
。

二
〇
二
〇
年
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
間
も
な

く
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
国
際
化
が
加
速
し
、

多
く
の
外
国
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
外
国
人
と
の
会
話

に
お
い
て
言
葉
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
訪
れ
る
人
た

ち
の
宗
教
や
価
値
観
、
文
化
や
習
慣
が
異
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
「
食
」
に
宗
教
的
視
点
を
加
え
、
私
た
ち
が

「
ふ
つ
う
」
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
「
ふ
つ
う
で
は
な

い
」
と
い
う
価
値
観
を
捉
え
て
参
り
ま
す
。

読
者
の
皆
さ
ん
は
、
肉
や
魚
、
野
菜
な
ど
を
万
遍
な

く
、
い
た
だ
く
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

宗
教
や
食
習
慣
が
異
な
り
、
そ
れ
ら
が
食
べ
ら
れ
な
い

か
た
が
い
る
の
で
す
。
日
本
人
が
得
意
と
し
て
い
る

「
お
も
て
な
し
」
の
心
。
相
手
の
事
情
を
知
ら
ず
に
、

良
か
れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
が
時
と
し
て
大
問
題
に
な

る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

例
え
ば
イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
＝
ム
ス
リ
ム
）
が
避
け
る
食

材
の
う
ち
特
に
注
意
が
必
要
な
も
の
は
、「
豚
」「
ア
ル

コ
ー
ル
」「
血
液
」「
宗
教
上
の
適
切
な
処
理
が
施
さ
れ

て
い
な
い
肉
」
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
食
材

は
コ
ー
ラ
ン
で
食

す
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
、
豚
以
外
で

も
肉
は
、
ア
ッ
ラ

ー
に
祈
り
を
捧

げ
、 

特
殊
な
方
法

を
行
っ
た
ハ
ラ

ル
・
ミ
ー
ル
（
ハ

ラ
ル
・
ミ
ー
ト
と

も
）
し
か
口
に
し
ま
せ
ん
。
特
に
、
豚
に
関
し
て
は
、

そ
の
姿
を
見
る
こ
と
さ
え
も
嫌
悪
さ
れ
る
た
め
、
メ
ニ

ュ
ー
等
に
豚
の
イ
ラ
ス
ト
、
ま
た
そ
の
写
真
掲
載
は
避

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
肉
そ
の
も
の
に
限
っ
た
問

題
で
は
な
い
の
で
す
。
ブ
イ
ヨ
ン
、
ゼ
ラ
チ
ン
、
肉
エ

キ
ス
、
ラ
ー
ド
な
ど
豚
肉
や
骨
、
そ
の
油
が
使
わ
れ
た

食
材
は
当
然
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
飲
用

に
限
ら
ず
、
料
理
酒
、
調
味
料
（
み
り
ん
）
な
ど
料
理
に

使
わ
れ
る
た
め
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

さ
ら
に
宗
教
上
の
教
義
で
禁
じ
ら
れ
て
な
い
そ
う
で

す
が
、
嫌
悪
感
を
示
す
食
材
も
あ
り
ま
す
。
う
な
ぎ
、

イ
カ
、
タ
コ
、
貝
類
、
漬
け
物
な
ど
の
発
酵
食
品
で
す
。

料
理
の
食
材
と
し
て
扱
う
こ
と
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い

食
材
で
し
ょ
う
。

今
回
は
宗
教
的
視
点
か
ら
食
の
事
例
を
取
り
上
げ
て

み
ま
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
一
部
の
事
例
し
か
取

り
上
げ
て
お
り
ま
せ
ん
。
外
国
人
と
食
事
を
す
る
、
あ

る
い
は
私
た
ち
が
も
て
な
す
こ
と
は
、
宗
教
な
ど
、
そ

の
か
た
の
背
景
ま
で
気
を
遣
っ
て
行
な
う
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
が
国

際
的
「
お
も
て
な

し
」
な
の
だ
と
思
う

の
で
す
。

も
て
な
す
と
い
う

こ
と
は
、
他
者
の
こ

と
を
想
っ
て
自
ら
が

心
を
く
だ
き
懇
切
丁

寧
に
行
動
す
る
こ
と

生 活 の 中 の 仏 教

お
も
て
な
し

久
保
田
永
俊

くぼた・えいしゅん
1975年、東京都生まれ。
駒澤大学仏教学部卒業。中
瀧寺（千葉県いすみ市）住
職。自死遺族に寄り添う活
動を取り組んでいる。
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紅葉が溢れる境内

お寺で開催されたマーケット（市場） ライブ企画「アイヌ文化と音楽」

左：奥様の三浦グラッチェンさん　	 右：三浦賢翁住職

最
初
は
、
と
に
か
く
敷
居
を
低

く
し
て
、
今
ま
で
お
寺
に
足
が

向
か
な
か
っ
た
方
た
ち
に
も
、

ま
ず
は
お
寺
に
来
て
欲
し
い
と

努
め
て
き
ま
し
た
。

　
今
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
や

企
画
、
坐
禅
会
を
開
催
す
る
よ

う
に
な
り
、
お
寺
に
来
る
の
が

楽
し
み
だ
と
い
う
お
声
を
戴
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
分
か
り
や
す
い
、
来

ら
れ
る
方
が
受
け
入
れ
や
す
い
工
夫
を
し

て
い
き
た
い
で
す
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
秋
田
県
男
鹿
市

へ
外
国
語
指
導
助
手
と
し
て
来

ま
し
た（
グ
ラ
ッ
チ
ェ
ン
さ
ん
）

グ
ラ
ッ
チ
ェ
ン
さ
ん
は
、
生
ま
れ
育
っ

た
ア
メ
リ
カ
で
の
大
学
生
時
代
に
初
め
て

禅
と
出
会
い
ま
し
た
。
心
が
落
ち
着
く
坐

禅
に
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
毎

週
禅
堂
に
通
わ
れ
る
ほ
ど
熱
心
に
取
り
組

ま
れ
た
の
だ
と
か
。
ア
メ
リ
カ
で
は
お
寺

に
限
ら
ず
禅
堂
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
い
ま

と
て
も
新
鮮
な
感
覚
で
坐
禅
が
活
か
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。

―
大
龍
寺
と
の
ご
縁
は
ア
メ
リ
カ
で
結
ば
れ

た
の
で
す
か
。

奥
様	

仏
教
に
興
味
の
あ
っ
た
私
は
、
チ
ベ

ッ
ト
の
仏
跡
を
巡
り
、
そ
の
後
ネ
パ
ー
ル

に
半
年
間
留
学
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
に

一
度
帰
っ
て
、
仕
事
を
幾
つ
か
探
し
て
い

て
、
ネ
パ
ー
ル
で
ま
た
仕
事
を
す
る
か
、

あ
と
は
も
う
一
つ
、
日
本
に
来
る
か
と
い

う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
英
語

を
教
え
る
ジ
ェ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
外
国

語
青
年
招
致
事
業
）
の
中
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
外
国
語

指
導
助
手
）
の
仕
事
に
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
、

そ
ち
ら
が
先
に
合
格
が
分
か
り
ま
し
て
、

そ
れ
で
こ
こ
秋
田
県
に
来
ま
し
た
。
そ
の

と
き
に
住
職
と
出
会
い
ま
し
た
。

―
お
寺
の
奥
様
と
し
て
こ
れ
か
ら
に
向
け
て

の
お
気
持
ち
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

奥
様	

現
在
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
す
ご

く
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
考
え

や
坐
禅
を
日
常
に
生
か
せ
る
よ
う
に
伝
え

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
昔
か

ら
の
行
事
は
と
て
も
大
事
で
す
ね
。
お
檀

家
さ
ん
の
お
か
げ
で
お
寺
が
あ
る
の
で
、

行
事
も
大
事
に
し
て
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、

カ
フ
ェ
と
か
坐
禅
会
と
か
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
し
た
い
で
す
。
今
よ
り
も
う
少
し
気

軽
に
お
寺
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
い

か
な
と
思
い
ま
す
。

海
外
の「
開
か
れ
た
」 

寺
院
や
教
会
に
刺
激
を 

受
け
ま
し
た（
三
浦
住
職
）

―「
開
か
れ
た
お
寺
づ
く
り
」を
始
め
た
き
っ

か
け
を
お
伺
い
し
ま
す
。

住
職	

以
前
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

お
寺
、
教
会
等
を
拝
見
し
て
、
出
入
り
す

る
人
々
の
多
さ
、
多
様
な
イ
ベ
ン
ト
で
の

施
設
の
活
用
の
仕
方
に
と
て
も
刺
激
を
受

け
ま
し
た
。
例
え
ば
着
物
姿
を

見
る
機
会
は
ア
メ
リ
カ
の
寺
院

の
ほ
う
が
、
日
本
よ
り
も
多
か

っ
た
く
ら
い
で
す
。
ま
た
、
和

太
鼓
の
生
の
演
奏
が
お
寺
を
使

っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日

本
か
ら
遠
い
か
ら
こ
そ
、
日
本

の
文
化
に
も
っ
と
近
づ
き
た
い

と
い
う
日
系
人
の
方
々
が
一
生
懸
命
活
動

を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
お
寺
は
文
化
を

発
信
す
る
拠
点
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

―
大
龍
寺
に
来
ら
れ
る
皆
さ
ま
の
ご
感
想
は

い
か
が
で
す
か

住
職	

実
際
に
お
寺
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と

で
、
新
た
な
発
見
を
さ
れ
る
方
が
多
い
よ

う
で
す
。
お
寺
の
雰
囲
気
、
お
庭
等
、
若

い
方
や
外
国
の
方
も
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

東
北
・
秋
田
県
の
西
部
、
日
本
海
に
突
き
出
た
男
鹿
半
島
を
市
域
に
も
つ
男
鹿
市
は
、

人
口
約
二
万
七
千
人
、
地
元
に
伝
わ
る
伝
統
行
事「
な
ま
は
げ
」は
大
変
有
名
で
、

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
男
鹿
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
、
港
を
見
下
ろ
す
高
台
に
建
つ
海
蔵
山
大
龍
寺
は
、
竜
神

信
仰
が
盛
ん
な
地
域
に
あ
っ
て
、
永
く
農
業
、
漁
業
に
従
事
す
る
方
々
か
ら
の
信
仰
を
集

め
て
き
た
寺
院
で
す
。

現
住
職
の
三
浦
賢
翁
師
は
、
道
元
禅
師
の
御
遠
忌
の
折
、
ア
メ
リ
カ
・
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

に
駐
在
し
た
ご
経
験
を
お
持
ち
の
方
で
、「
開
か
れ
た
お
寺
」
を
目
指
し
て
様
々
な
試
み

に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
臨
床
宗
教
師
と
し
て
の
活
動
も
継
続
さ
れ
て
い

ま
す
。
奥
様
の
三
浦
グ
ラ
ッ
チ
ェ
ン
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
東
部
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ

ー
ジ
ー
州
の
ご
出
身
。
二
〇
〇
〇
年
に
大
龍
寺
に
嫁
が
れ
、
ご
住
職
と
と
も
に
、
郷
土
の

お
寺
の
魅
力
を
発
信
し
続
け
て
い
ま
す
。

秋 田 県 男 鹿 市

取材＝小野﨑裕宣

海蔵山大龍寺

皆さまを笑顔で
 　　お迎えします

〒010-0511　秋田県男鹿市船川港船川字鳥屋場34
TEL	0185-24-3546　
Facebook https://www.facebook.com/dairyuji.oga/
Email dairyuji.oga@gmail.com
拝観時間
午前8時30分より午後4時30分まで（4月から10月まで）
午前8時30分より午後4時まで（11月から3月まで）



23 22大本山總持寺大本山永平寺

道
元
禅
師
の
和
歌
─
─	

『
傘さ

ん

松し
ょ
う

道ど

う

詠え

い

』よ
り

草
の
庵い

ほ

に
立
て
も
居
て
も
祈
る
こ
と

　
　
　
　
　

我
よ
り
先
に
人
を
わ
た
さ
む

都
に
は
紅
葉
し
ぬ
ら
ん
お
く
山
は

　
　

夕
へ
も
今
朝
も
あ
ら
れ
降ふ

り

け
り

『
傘
松
道
詠
』

道
元
禅
師
の
和
歌
集
。
寛
元
三
年（
一
二
四
五
）初
雪
の
歌
か
ら

禅
師
寂
滅
の
建
長
五
年（
一
二
五
三
）中
秋
ま
で
の
詠
歌
六
十
首
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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